
月

日

一
義
露
語

第
三
十
九
号

日

発
行
者
　
石
高
神
社
　
宮
司
　
高
原
　
章
兆

発
行
所
　
岡
山
市
中
区
円
山
八
五
三

電
　
話
　
〇
八
六
－
二
七
七
－
九
〇
〇
三

七
日
ま
で
は
、
宮
司
は
社
務
所
に
待
機
し
て
い
ま
す
の
で
、
お
申

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
早
期
収
束
を
お
祈
り
申
し
上

ば
ま
す

基
本
的
に
は
、
人
と
の
接
触
を
避
け
、
距
離
を
一
メ
ー
ト
ル
確

保
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
が
、
実
際
に
は
困
難
な
こ
と
が
予
想
さ

れ
ま
す
。
発
熱
や
倦
怠
感
な
ど
の
あ
る
方
に
は
外
出
を
控
え
て
い

た
だ
き
、
マ
ス
ク
を
着
用
し
、
大
声
で
の
会
話
を
控
え
れ
ば
、
距

離
を
確
保
し
な
く
て
も
撹
内
で
は
問
題
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

拝
殿
へ
の
昇
殿
に
つ
き
ま
し
て
は
、
一
度
に
椅
子
三
列
十
五
人

以
内
と
な
る
よ
う
に
人
数
制
限
を
し
ま
す
と
と
も
に
、
祈
祷
時
間

の
短
縮
を
行
い
、
昇
殿
時
間
の
短
縮
に
努
め
ま
す
。
新
年
祈
祷
と

厄
除
け
そ
の
他
の
祈
祷
が
混
在
す
る
と
、
待
っ
て
い
た
だ
く
時
間

が
堪
え
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
厄
除
け
そ
の
他
の
祈
祷
は
、

混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
元
旦
を
避
け
て
、
で
き
る
だ
け
二
目
以
降

に
分
散
参
拝
さ
れ
ま
す
よ
う
、
ご
協
力
を
願
い
致
し
ま
す
。
毎
年

し
っ
け
く
だ
さ
い
。

そ
の
他
、
手
水
と
鈴
緒
の
使
用
中
止
、

御
神
酒
挿
戴
の
中
止
、
高
濃
度
ア
ル
コ
ー

ル
で
の
手
指
の
除
菌
、
授
与
所
で
の
透
明

ビ
ニ
ー
ル
カ
ー
テ
ン
の
設
置
な
ど
の

対
応
を
図
り
ま
す
。
ま
た
、
御
神
札

は
年
末
か
ら
準
備
し
て
い
ま
す
の
で
、

早
め
に
お
求
め
く
だ
さ
い
。

マ
ス
ク
着
用

除
菌
、
分
散

新
し
い
生
活
様
式

吊
拝
殿
等
屋
根
葺
き
替
え
∴

拝
殿
等
屋
根
葺
き
替
え

揮
殿
東
西
の
屋
根
瓦
の
落
下
が
懸
念
さ
れ
、
釣
殿
で
は
雨
漏

り
が
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
を
修
理
す
べ
く
令
和
元
年
か
ら
屋
根

葺
き
替
え
の
た
め
に
ご
寄
進
を
お
願
い
致
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
氏

子
の
皆
様
方
か
ら
今
年
十
月
未
の
時
点
で
五
百
六
十
六
万
円
の
ご

浄
財
を
賜
り
ま
し
た
。
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し

な
が
ら
、
未
だ
に
目
標
額
の
半
分
程
度
し
か
集
ま
っ
て
い
な
い
状

況
で
す
。
今
年
に
入
っ
て
か
ら
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
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響
も
あ
っ
て
、
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
な
い
世
相
と
な
っ
て
い
ま
す
。

早
々
に
ご
寄
進
を
賜
わ
り
ま
し
た
皆
様
方
に
は
、
心
苦
し
い
の

で
す
か
、
工
事
は
し
ば
ら
く
先
に
伸
ば
さ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
ご

了
承
を
賜
り
ま
す
と
と
も
に
、
引
き
続
き
ご
支
援
を
よ
ろ
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、
一
万
円
以
上
御
寄
進
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
方
々
の

御
芳
名
を
、
随
身
門
に
掲
示
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

社
の
起
源
⑤
神
仏
分
離
と
戦
後

明
治
新
政
府
は
、
近
代
国
家
を
打
ち
立
て
、
欧
米
列
強
の
仲
間

入
り
を
果
た
す
た
め
に
、
天
皇
中
心
の
国
づ
く
り
を
実
現
し
よ
う

と
し
ま
し
た
。
そ
の
手
段
と
し
て
、
神
仏
分
離
令
を
発
令
し
、
神

道
と
仏
教
を
完
全
に
分
離
し
て
、
神
社
神
道
を
国
家
の
宗
把
と
し

ま
し
た
。
江
戸
時
代
に
は
、
幕
府
の
庇
護
を
受
け
た
お
寺
が
、
民

衆
の
戸
籍
を
管
理
す
る
な
ど
し
て
公
共
機
関
の
よ
う
な
役
割
を
果

た
し
て
い
ま
し
た
が
、
明
治
以
降
に
は
、
神
社
が
国
家
機
関
と
な
っ

て
い
き
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
国
家
神
道
で
す
。
そ
の
思
想
は
軍
国

主
義
と
結
び
つ
く
よ
う
に
な
り
、
国
民
を
統
制
す
る
か
た
よ
っ
た

考
え
方
と
し
て
利
用
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

終
戦
後
G
H
Q
（
連
合
国
軍
総
司
令
部
）
の
占
領
政
策
に
よ
っ

て
神
道
指
令
が
発
令
さ
れ
、
国
家
と
神
道
の
結
び
つ
き
が
禁
止
さ

れ
ま
し
た
。
現
在
は
個
々
の
神
社
が
宗
教
法
人
と
な
り
、
神
社
本

庁
が
ま
と
め
て
い
ま
す
。

…
祭
り
そ
の
他
の
行
事
‥

祭
り
そ
の
他
の
行
事

◎
歳
旦
祭
お
よ
び
初
詣

一
日
午
前
零
時
か
ら
行
っ
て
い
ま
し
た
歳
旦
祭
は
、
諸
事
情
に

よ
り
、
初
日
の
出
遥
揮
後
の
午
前
七
時
半
か
ら
に
変
更
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
三
が
日
の
九
時
か
ら
夕
方
五
時
ご
ろ
ま
で
、
新
年

の
家
内
安
全
祈
祷
を
承
り
ま
す
。

◎
ど
ん
ど
祭
お
よ
び
古
神
札
焼
却
祭

正
月
の
お
飾
り
の
ほ
か
、
古
い
御
神
札
・
お
守
り
の
焼
却
も
行

い
ま
す
。
古
い
御
神
札
・
お
守
り
は
、
お
蔽
い
を
し
た
の
ち
に
材
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舎利3年の厄年祝年

i厄年祝年i生動1た軍

女19歳；平成15年

男25歳i平成9年

女33歳i平成元年

女37歳　…昭和60年
‾‾‾‾‾”‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾－i‾‾‾‾‾‾一　一　‾‾‾‾‾－‾‾‾“‾‾

男42歳i昭和55年

還暦祝i昭和36年
＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿」＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿

古希祝；昭和27年

喜寿視；昭和20年
。＿　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●」＿＿＿＿＿＿＿　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿i＿＿

傘寿祝；昭和17年
“‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－，‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

米寿祝；昭和9年
卒寿祝；昭和7年

白寿祝i大正12年

百寿祝；大正11年

料
を
分
別
し
ま
す
の
で
早
め
に
お
納
め
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
鏡
餅

の
入
っ
て
い
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
容
器
や
金
色
の
紙
製
三
宝
な

ど
は
、
家
庭
ゴ
ミ
に
出
す
よ
う
に
お
願
い
致
し
ま
す
。

◎
厄
蔽
い
・
年
祝
い

厄
年
に
は
、
そ
の
年
に
災
い
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
、
お
蔽
い

を
受
け
る
慣
習
が
あ
り
ま
す
。
男
性
四
十
二
歳
と
女
性
三
十
三
歳

は
、
大
厄
と
さ
れ
、
前
厄
・
後
厄
も
あ
り
ま
す
。
還
暦
以
降
は
長

寿
を
お
祝
す
る
祝
年
が
あ
り
ま
す
。
一
般
に
は
節
分
の
こ
ろ
ま
で

に
お
参
り
し
ま
す
。
表
中
の
年
は
数
え
年
で
す
。

◎
夏
祭
り
（
輪
く
ぐ
り
）

毎
年
七
月
三
十
一
日
の
晩
で
す
。
茅
の
輪
を
く
ぐ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
疫
病
を
予
防
し
て
健
康
に
過
ご
せ
る
こ
と
を
祈
り
、

「
ひ
と
が
た
」
に
諸
々
の
厄
災
を
乗
り
移
ら
せ
て
退
散
さ
せ
る

祭
り
で
す
。

◎
秋
祭
り

毎
年
十
月
三
日
か
ら
五
日
の
三
日
間
で
す
。
こ
の
う
ち
三
日

の
晩
が
氏
子
参
り
の
日
に
な
っ
て
お
り
、
夜
店
が
出
ま
す
。
五

日
に
は
氏
子
総
代
が
参
列
し
て
祭
典
を
行
い
ま
す
。

そ
の
他
、
七
五
三
詣
で
、
初
宮
参
り
、
当
病
平
癒
祈
願
、
自

動
車
溝
蔽
、
家
祈
祷
、
地
鎮
祭
、
各
種
清
め
蔽
い
、
神
葬
祭
な

ど
随
時
承
っ
て
お
り
ま
す
。
お
電
話
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
平

素
は
宮
司
と
権
禰
宜
の
二
名
の
神
職
で
ご
奉
仕
し
て
い
ま
す
。

近
く
に
お
住
ま
い
の
土
井
さ
ん

の
御
奉
仕
に
よ
り
、
宮
山
の
表
参

道
周
辺
が
き
れ
い
に
な
っ
て
い
ま

す
。
ご
高
齢
に
も
拘
わ
ら
ず
少
し

ず
つ
草
を
刈
り
、
木
を
切
っ
て
き

れ
い
に
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

有
り
難
く
感
謝
致
し
て
お
り
ま
す
。
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本
殿
裏
の
西
側
に
新
た
に
石
を
組

ん
で
社
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
願
掛

け
満
願
の
御
礼
と
し
て
奉
納
さ
れ
た

も
の
で
す
。
以
前
に
は
、
遥
揮
所
と

し
て
さ
い
銭
箱
が
あ
る
だ
け
で
し
た
。

天
之
御
中
主
（
あ
め
の
み
な
か
ぬ

し
）
大
神
は
、
宇
宙
の
始
ま
り
に
南

天
原
に
最
初
に
現
れ
た
神
で
、
宇
宙

の
根
源
神
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
北
極

星
・
北
斗
七
星
に
対
す
る
妙
見
信
仰

と
も
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。

中
富
常
へ
の
道
管
∴

石
高
神
社
へ
の
道
案
内

当
社
の
南
側
と
西
側
に
は
、
石
段
の
参
道
が
あ
り
ま
す
。
自
動

車
で
お
参
り
の
場
合
に
は
、
宮
山
の
東
側
を
山
に
沿
っ
て
進
む
と

北
側
か
ら
山
に
上
が
る
道
が
あ
り
ま
す
。
少
し
上
っ
た
左
側
の
空

き
地
ま
た
は
本
殿
の
裏
に
駐
車
で
き
ま
す
。
正
月
の
昼
間
に
は
混

雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
帰
る
方
を
優
先
に
譲
り
合
い
を
お
願
い
致

し
ま
す
。
ま
た
、
宮
山
の
東
北
の
カ
ー
ブ
は
見
通
し
が
悪
い
の
で

お
気
を
つ
け
く
だ
さ
い
。


